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《

研
究
ノ

ー

ト
》

中
国
南
部
少
数
民
族
の

成
年
式
に

つ

い

て

大

林

太

良

一

は

じ

め

に

中
国
南
部
の

少
数
民

族
の

社
会
生

酒
の

研
究
は

十

分
進
ん

で

い

な
い

｡

何
よ

り

も
､

詳
細
か

つ

密
度
の

高
い

報
告
が

絶
対

的
に

不

足
し
て

い

る

の

で

あ
る

｡

そ
れ

故
､

こ

こ

で

は
､

さ

ま
ざ

ま
な

報
告
書
に

散
見
す
る

資
料

を

ま

と

め
て

､

若
干
の

見
通
し

を

立
て

る

こ

と

で

満
足
し

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

｡

〓

猥
族

猥
族
に

関
す
る

諸
報
告
の

う
ち

､

【

白
P

岩
H

岩
戸

の

報
告
は

､

今
世
紀

の

初

頭
の

､

広
東
北
部
の

猫
族
の

中
国
化
が

比

較
的
進
ん

で

い

な
い

段
階

の

実
地

調
査
に

基
く

も
の

で

あ

る

だ

け

に
､

そ

の

個
々

の

記
述
に

部
蒋
名

を

明
記
し

な
い

な

ど
の

欠
陥
は

あ
っ

て

も
､

高
い

価
値
を

も
っ

て

い

る
｡

P
世

q

岩
出

2
白
河

に

よ

れ

ば
､

若
者
が

一

六

歳
の

年
を

終
え

る

や

香
や

､

一

種
の

堅
信
礼
が

行
な

わ

れ
る

｡

酋
長
に

し

て

祭

司

な

る

も

の

が

呼
ば

れ
､

彼
が

若
者
の

た

め

に

《

天
の

》

諸
霊
を

呼
び

寄
せ

､

《

地
》

の

も

の

た

ち

を

満
足
さ

せ

る
｡

若
者
を

邪
悪
か

ら

安
全
に

す
る

た
め

､

祝
福
が

与
え

閉

ら

れ
る

｡

こ

れ

に

剖
礼
が

伴
っ

て

い

る

か

香
か

は
､

J
臼

q

岩
出
2

白
河

は

明

ら
か

に

で

き

な

か
っ

た
｡

祭
司
が

職
務
を

果
す
あ

ら

ゆ
る

場
合
に

､

道
教

の

角
笛
と

し

て

知
ら

れ
て

い

る

菓
器
が

奏
せ

ら

れ

る
｡

《

天
の
》

諸
霊
に

重

要
な

通

知
を

行
な

う
と

き
に

は
､

い

つ

も
こ

の

笛
を

吹
く
の

で

あ

る
｡

堅
信
礼
は

､

当
該
の

家

屋
に

貼
る

告
示

に

よ
っ

て

公
表
さ

れ

る
｡

P
凶

q

S
･

〇

H
2

由
ゎ

が

引
用
し
た

告
示
は

､

漢
字
で

書
か

れ

た

読
み

難
い

文

革
で

あ

っ

て
､

至

高
神
が

､

未
払
い

の

貢
納
物
を

と

り

立
て

る

た

め
､

成
年
に

達

す
る
も

の

(

d
-

e

こ

内
○

ヨ

m
e

n
(

訂
ロ

J

の

申

告
を

す
る

た

め
､

ま

た

地

上
の

幸
福
を

も

た

ら

し
､

邪
悪
を

追
い

払
う
た

め

に
､

軍
勢
を

派
遣
す
る

と
い

う
意
味
の

内

容
で

､

至
高
神
に

仕
え

る

も

の

の

署
名
が

記
さ

れ

て
い

(

1
)

る
｡｢

坦

q
S

昌
2

由
押

は
､

女
子
の

成
年
式
に

つ

い

て

は

何
等
述
べ

て

い

な

い

(

2
)

が
､

少
女
は

一

六

歳
に

な

る

前
に

は

結
婚
し
な
い

と

記
し

て

い

る
｡

男
女

と

も
に

一

六

歳
が

社
会

的
成
熟
期
な
の

で

あ

る
｡

さ
て

､

上

記
の

成
年
式
を

以
っ

て

し
て

も
､

猥
族
の

男
子
は

､

ま
だ

完

全
な

《

市
民

権
》

を

も
っ

た
こ

と
に

は

な

ら
な
い

｡

そ
の

た

め
に

は
､

更

に

別
の

儀
式
を

祭
司
の

と
こ

ろ
で

済
ま
せ

る

こ

と

が

必

要
で

あ
る

｡

こ

れ

に

よ
っ

て

始
め

て
､

男
は

選
消
膿
と

璽
最
を

も

ち
､

ま

た

特
定
の

装
飾

を

身
に

つ

け
る

こ

と
が

許
さ

れ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

P
臼

q

琶
日

当
出

声

が

報
告
し

た

広
東
省
北
部
の

格
族
少
年
の

《

堅
信

礼
》

と
､

そ
の

後
挙
行
さ

れ

る

も

う
一

つ

の

儀
式
を

､

そ
の

後
の

中
国
人

学
者
の

諸
報
告
と

比

較
す
る

と

き
､

こ

の

二

つ

の

儀
式
は

､

い

わ

ゆ
る

《

拝
王
》

と

《

度
身
》

に

相
当
す
る

も
の

で

ほ

な

い

か

と

思

わ

れ

¢

.

叫

各

僻
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る
｡

そ

し

て
､

こ

の

二

つ

の

儀
礼
は

､

実
は

勲
功
祭
婁
の

性
格
を

強
く
も

っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

ま

ず
拝
王

を

見
よ

う
｡

拝
王
は

一

六

歳
と
い

う
特
定
の

年
齢
と
は

結
び

つ

い

て

い

な
い

｡

姜
哲
夫

､

張
伍

､

鹿
新
民

に

よ

れ

ば
､

猥
の

習
俗
で

は
､

成
年
の

人
は

必

ず
拝
王

を

行
な

う
｡

拝
王

に

よ
っ

て

福
を

祈
り

､

ま

た

主

催
者
の

社
会
的
地

位
の

増
進
が

行
な

わ

れ

る
｡

但
し

､

経
済
的
な

事
情
に

ょ

り
､

四
､

五

〇
歳
に

な
っ

て

拝
王

を

行
な

う
も
の

も
い

る
｡

拝
王

を

行

(

4
)

な

う
人

が
､

そ
の

主
催
者
で

あ

る
｡

胡
耐

安
は

､

拝
王
は

､

成
年
男
子
で

や

や

書
を

読
み

､

字
を

識
っ

て

い

る

も
の

な

ら

催
せ

る
､

比

較

的

容

易

(

5
)

に

行
な

え
る

行
事
だ

と
い

う
｡

他
方

､

寵
は

､

男
子
は

年
齢
や

既
婚
か

香

か

を

問
わ

ず
､

す
で

に

拝
王

を

行
な
っ

た

も
の

ほ
､

反
身
を

行
な

う
こ

と

が

出
来
る

が
､

女
子
は

拝
王

を

行
な
っ

て

い

な

く
て

も
､

子

供
を

生

め

ば

(

6
)

度
身
が

祝
え

る

と

述
べ

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

報
告
か

ら

考
え

て
､

拝
王

は

痩
身
よ

り

も

前
の

段
階
の

個
人

的
儀
礼
で

あ
っ

て
､

そ

れ

に

よ
っ

て

主
催

者
の

社
会
的
地

位
が

増
進
す
る

こ

と

と
､

成
年
に

達
す

れ

ば
､

な
る
べ

く

早
い

機
会
に

､

結
婚
前
で

も

催
す
こ

と

が

で

き

る
こ

と

が

わ
か

る
｡

従
っ

て
､

成
年
後
直
ち

に
､

結
婚
前
に

拝
王

を

行
な

う
場
合
に

は
､

拝
王

は

個

人

的
成
熟
視
い

と

し
て

の

性
格

を

強

く

帯
び

､

P
出

岩

岩
出
サ

言
押

の

い

う

《

墜

信
礼
》

的
な

色
彩
を

濃
厚
に

も
つ

こ

と

も

あ
る

と

考
え

ら

れ

る
｡

そ

れ

に

も

拘
ら

ず
､

こ

れ

は

成
熟
視
い

そ
の

も
の

で

は

な
い

｡

経
済
的
事
情

に

よ
っ

て

は
､

四
､

五

〇

歳
ま

で

延
す

場
合
が

あ
る

か

ら
だ

｡

従
っ

て
､

P
臼

q

芸

当
H

押

の

報
告
は

､

こ

の

儀
式
の

成
熟
祝
い

的
性
格
を

捉
え

た

点

で

は

正

し

か

っ

た

が
､

成

熟
視
い

そ
の

も
の

と

見
た

の

は
､

こ

の

儀
式
の

勲
功
祭
冥
的
性
格
を

十
分
理

解
し
て

い

な
か
っ

た

と

評
す
る
こ

と

が

で

き

叫

¢

強

よ
,

フ
｡

さ
て

､

拝
王

に

お

い

て

は
､

猥
族
の

始
祖
盤
古
王

を

拝
し
､

福
を

祈
る

の

で

あ

る

が
､

ま

ず
近

く
の

山
の

神
(

竜

神
)

を

家
に

招
い

て

祀
る

｡

祭

儀
に

は
､

拝
王

の

主
催
者
と

､

四

人
の

巫

者
(

地

方
の

有

力

者
､

村
長

甲

長
や
そ

の

子
が

な

る
)

､

と

碓

役
の

者
が

参
加
し

､

巫

者
の

一

人

が

主

巫

と

な
る

｡

祖
先
が

祀
ら

れ
､

番
薯

､

相
乗
が

献
じ

ら

れ
､

肥
っ

た

豚
を

一

匹
殺
し

て

(

主

催

者
の

?
)

生

魂
を

敬
し

､

上

界
の

神
々

､

下
界
の

神
々

(

-
)

を

招
き

か

つ

達
る

の

で

あ

る
｡

拝
王

は

度
身
と

同

様
､

陰
暦
の

一

一

月
に

(

8
)

挙
行
さ

れ

る
｡

こ

れ

に

よ
っ

て

み
れ

ば
､

拝
王

に

は
､

祖
先
祭
祀

､

収
穫

祭
と
し

て

の

側
面
も

あ
る

こ

と
が

明

ら
か

で

あ

る
｡

次
に

度
身
を

見
よ

う
｡

拝
王
が

小

笠

科
(

小

試
験
)

で

あ

る

に

対

し

て
､

度
身
は

大
望
科
で

あ

る
｡

度
身
ほ

格
族
の

極
大
の

典
礼
で

あ

る
｡

度

身
を

行
な

う
こ

と
に

よ
っ

て
､

主
催
者
の

知
識
本

領
は

増
進
し
､

村
人
か

ら

重

視
さ

れ

る
よ

う
に

な

り
､

村
長
に

な

る

者
は

､

必

ず
反
身
を

済
ま

さ

な

く

て

は

な

ら

な
い

｡

度
身
を

済
ま

せ

た

も
の

の

霊
魂
は

､

死
後

､

天
堂

(

極
楽
)

に

登
る

こ

と

が

で

き

る
｡

度
身
に

お
い

て

も

拝
王

の

場
合
と

同

様
､

豚
が

一

匹
居
ら

れ

る
｡

反
身
儀
式
の

中
で

注

目

す
べ

き

こ

と

は
､

《

開
天
門
》

と

呼
ば

れ

る

行

事
の

う
ち

､

《

過
刀

山
》

と

い

う
こ

と

が

行
な

わ
れ

る
こ

と

だ
｡

つ

ま

り
､

刃

先

を

上
に

し

て

刀
を

何
本
も

､

一

歩
の

間

隔
で

地

面
に

つ

き

立
て

､

反
身
を

受
け
る

者
は

洗

足
で

そ
の

上

を

往
復
す

(

9
)

る

の

で

あ

る
｡

W
H

払

→

が
､

こ

の

所
作
を

､

死

後
に

霊
魂
が

辿
る

困
難
な

(

10
)

道
筋
を

象
徴
的
に

表
現
し
た

も
の

と

解
釈
し

た

の

は
､

こ

の

行
事
全
体
が

《

天
門
を

開
く
》

と

呼
ば

れ
て

い

る

こ

と

か

ら

見
て

､

正

当
で

あ

ろ

う
｡

一

⊥

こ

の

よ

う
な

他

界
と
の

関
係
は

､

成
年
式
や

勲
功
祭
婁
に

お
い

て
､

世
界

打
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的
に

し

ば

し

ば

見
ら
れ

る

と
こ

ろ

で

あ

る
｡

な

お
､

魔
の

報
ず
る

度
身
の

(

11
)

告
知
の

文
革
は

､

F
E

q

岩
出

喜
好

の

記
録
し

た

上

記
の

《

堅
信
礼
》

の

告

知
の

文

章
と

酷
似
し
て

い

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

後
者
の

い

わ

ゆ

る

《

塾
信

礼
》

が
､

実
は

度
身
の

前
段
階
た

る

拝
王

を

指
す
と

い

う
筆
者
の

解
釈
を

支
持
す
る

も
の

で

あ

ろ

う
｡

以
上

､

我
々

が

見
て

来
た

拝
王

､

度
身
は

､

そ

の

本

質
に

お
い

て

と

も

に

勲
功
祭
宴
で

あ

る

が
､

拝
王
に

は
､

あ

る

程
度

､

個
人

的
な

成
熟
祝
い

の

性
椿
を

認
め

て

よ

か

ろ

う
｡

し

か

し
､

度
身
は

､

よ

り

典
型
的
な

勲
功

祭
婁
で

あ

る
｡

広
東
の

猥
族
に

は
､

こ

の

よ

う
な

個
人

的
な

勲
功
祭
婁
の

他
に

も
､

成

年
式
的
性
格
を

も
っ

た

行
事
が

あ

り
､

し

か

も

集
団
的
に

挙
行
さ

れ

る
｡

李
季
填
の

報
告
に

よ

る

と

広
東
省
油
嶺
の

猥
族
で

は
､

五

年
に

一

回
､

大
歌
堂

､

一

二

年
乃
至

一

三

年
に

一

回
､

小

歌
堂

､

一

四

年
乃
至

一

五

年

に
一

回
､

旺

歌
堂
と

い

う
大
祭
が

催
さ

れ

る
｡

大
歌
堂
は

旧

暦
九

月

に

催

さ

れ
､

そ
の

祭
の

間
､

丘
の

頂
上
の

村
の

社
に

あ

る

す
べ

て

の

偶
像
が

取

り

出
さ

れ
､

行
列
し

て

運
ば

れ

る
｡

こ

の

行

列
の

先

頭
に

､

太

鼓

を

叩

き
､

美
し

い

ス

カ

ー

ト

を
つ

け
た

男
が

何
人
か

い

る
｡

夜
で

さ

え
､

偶
像

は

社
に

返
さ

れ

ず
､

男
た

ち

は

村
の

さ

ま

ざ

ま

の

部
分
に

､

樹
皮
で

つ

く

っ

た

屋
根
の

中
に

偶
像
を

安
置
す
る

｡

男
た

ち
は

､

夜
､

野
外
で

寝
る

｡

中
年
以

上

で
､

自
分
の

部
族
の

伝
説

､

歴
史

､

伝
承
を

知
っ

て

い

る

者
ほ

､

こ

れ

ら

を

知
ら

な
い

他
の

者
た

ち

に
､

そ

れ

ら

を

語
っ

て

や

る
｡

こ

れ

が
､

伝
説

､

歴
史

､

伝
承
を

世
代
か

ら

世
代
へ

と

伝
え

る

方
法
で

あ
る

｡

若
い

人

達
は

愉

快
に

時
を

過
し

､

歌
っ

た

り

踊
っ

た

り

す
る

相
手
を

且
つ

(

は
)

け
､

し

た
い

こ

と

を

何
で

も
や

る
｡

安
曳
銘
に

よ

れ

ば
､

広
東
省
北
部
の

猥
族
が

三

年
に

〓
皿

､

一

〇
月

一

六

日
に

催
す
要
歌
堂
の

祭
り

は
､

山
嶺

m

を
切

り

開
い

た

天
塘
と
い

う
湖
畔
で

催
さ

れ

る
｡

催
し

が

始
ま
る

前
に

､

先
祖
の

盤
古
氏
の

社
の

前
に

未
婚
の

男
女
が

赴
き

､

巫

師
が

祈
宿
し
て

式

が

あ

げ

ら

れ

る
｡

そ
の

あ

と
で

歌
垣
が

展
開
す
る

が
､

こ

の

時
､

年
配
者

は

未
婚
の

男
女
に

向
っ

て

歌
曲
の

調
子

で

結
婚
の

伝
統
的
精
神
を

教
え

､

(

1 3
)

青
年
男
女
に

性
教
育
を

指
導
す
る

｡

こ

う
し

て

み

る

と
､

北
部
広
東
の

猥

族
に

お

け

る

大
歌
堂
あ

る

い

は

要
歌
堂
と
い

わ

れ

る
五

年
乃
至
三

年
に

一

回
の

大
祭
は

､

若
い

人
た

ち
に

集
団
的
に

伝
承
を

教
え

､

性
教
育
を

授
け

る

機
会
で

あ
っ

て
､

集
団
的
な

成
人
式
の

性
格
が

著
し

く

強
い

と
い

っ

て

よ
い

｡

し

か
し

､

そ
れ

ほ
､

村
の

大
祭

､

あ
る

い

は
一

種
の

祖
先
祭
祀
と

い

う
形
式
を
と
っ

て

い

る

点
に

お
い

て

大
き
い

特
色
が

あ

る
｡

腐
新
民
に

よ

れ

ば
､

広
酉
猿
山
の

猥
族
も

拝
王

や

痩
身
を

行
な

う
が

､

(

14
)

近

来
挙
行
す
る

も
の

が

少
な

く

な
っ

た

と

い

う
｡

し

か

し
､

王

同
志
が

報

告
し
た

広
西
象
県
東
南
郷
の

花
墜
落
族
に

お

い

て

は
､

明

瞭
な

成
年
式
が

行
な
わ

れ

て

い

る
｡

花
藍
猿
族
は

､

男
女
と

も
一

〇
歳
か

ら

二
二

歳
の

間
に

婚
約
し

､

一

五

(

15
)

歳
を

過
ぎ

れ

ば

結
婚
で

き

る
｡

男
子
は

一

五

歳
を

境
に

結

髪

法
を

変
え

(

16
)

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

の

｢

五

歳
ご

ろ

に
､

男
女
を

問
わ

ず
成
年
式
が

行
な

わ

れ

る
｡

つ

ま

り
､

性
的
に

成
熟
し

､

か
つ

仕
事
の

責
任
が

負
わ

さ

れ

る

よ

う
に

な

る

年
齢
で

あ

る
｡

女
子
の

成
年
式
は

比

較
的
簡
単
で

あ
っ

て
､

父
母

が

娘
の

代
り

に

好
日

を

選
び

､

髪
結
い

の

老
婦
人
に

来
て

も

ら
い

､

大
人
の

髪
に

結
い

直
し

て

も

ら
い

､

ま
た

娘
の

家
で

ほ
､

こ

の

髪
結
い

の

蔚
人
と

､

親
近
の

族
人
を

血
｢

.

叫

か

俳
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(

17
)

招
い

て

酒
宴
を

催
す
だ

け
で

あ

る
｡

こ

れ
に

反
し
て

､

男
子
の

成

年
式
は

花
藍
猿
族
に

と
っ

て
､

極
め

て

盛

大
な

儀
式
で

あ
り

､

男
子
の

一

生

中
の

極
め
て

厳
重
な

関
門
で

も

あ

る
｡

注
目

す
べ

き

こ

と

は
､

こ

の

儀
式
は

《

度
斎
》

中
ロ

旨
d

と

呼
ば

れ

て

い

る

こ

と
で

あ
っ

て
､

筆
者
(

大

林
)

は
､

広
東
の

度
身
と

同
語
だ

と

思
っ

て

い

る
｡

男
子
は

普
通

三
一

歳
か

ら
一

五

歳
の

町
に

度
斎
を

挙
行
す
る

が
､

も

し

こ

の

少
年
が

生

家
に

と

ど

ま

り

嫁
を

迎
え

る

も

の

で

あ

れ

ば
､

自
己
の

父

母
の

家
で

挙
行
し

､

も

し

婿
入
り

す
る

も

の

で

あ

れ

ば
､

岳
父

母
の

家
で

行
な

う
｡

後
者
の

場
合

､

挙
行
は

結
婚
後
と

な

る
の

で
､

お

そ

く
な

る
｡

農
繁
期
も

過
ぎ
て

､

一

一

月
か

一

二

月

に

な

る

と
､

度
斎
を

受
け

る

少

年
の

父

母

あ

る
い

は

岳
父

母
は

好
日

を

選
ん

で
､

息
子

や

婿
の

た

め

に

儀

式
を

催
す

｡

彼
等
は

ま

ず
家
の

中
に

二

層
の

高
さ
の

床
を

組
み

た

て

る
｡

下

層
に

は

太

鼓
と

剣
を

置
き

､

上

層
に

は

新
ら

し
い

掛
布
団
と

敷
布
団
を

敷
い

て
､

度
斎
を

受
け
る

少
年
を

寝
か

す
｡

彼
等
ほ

ま
た

新
ら

し
い

衣
服

を

作
る

｡

度
斎
開
始
の

時
､

少
年
は

高
床
の

上
に

横
た

わ

り
､

肉
も

酒
も

油
も

食
べ

ず
､

た

だ

白
飯
を

食
べ

る
こ

と

が
で

き
る

だ

け
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し

て

五

日

間
を

過
す
が

､

毎
日

､

度
斎
を

す
で

に

受
け

た

人
が

や

っ

て

来
て

､

少
年
に

跳
舞
と

道
士
に

な

る
の

に

必

要
な

一

切
の

知
識
を

授

け
る

｡

こ

の

と

き
､

少
年
の

髪
を

田

螺
状
の

大
人
の

髪
か

た

ち

に

結
い

直

す
が

､

も

し

も

少
年
が

一

五

歳
末
満
だ
っ

た

ら

ば
､

儀
式
後
は

男
児
の

髪

に

も

ど

し

て

も

よ
い

｡

第
五

日
の

晩
､

全
村
の

男
女
と

隣
村
の

親
戚
が

み

な

少
年
の

家
に

や
っ

て

来
て

､

豚
を

殺
し

て

宴
会
を

催
す

｡

こ

の

晩
､

度
斎
を

う
け
る

少
年
ほ

跳
舞
を

お

客
の

前
で

踊
ら

な

く
て

は

な
ら

な
い

｡

跳

舞
が
で

き
る

こ

と

は

花
藍
猿
族
の

社
会
で

は
一

人
前
の

男
子
の

条
件
で

あ

る
｡

踊
り

終
っ

て

少

年
は

ま

た

高
床
の

上

で

休
息
す
る

｡

す
る

と

男
の

客
が

跳
舞
す
る

｡

ま

た

門
外
で

は
､

男
の

客
と

女
の

客
と

が

掛
け

合
い

歌
を

行
な

う
｡

つ

ま

り

度

斎
は

､

花
藍
猥
族
の

男
女
の

恋
愛
の

好
機
会
な
の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
な

跳
舞
と

唱
歌
ほ
三

晩
つ

づ

く
｡

普
通

､

度
斎
は
五

日

間
で

あ

る

が
､

受
け

る

少
年
が

す
で

に
一

五

歳
を

過
ぎ

て

い

れ

ば
､

七

日

間
を

要
す

る
｡

も

し

男
の

妻
が

妊
娠
し

て

い

て
､

し
か

も

男
が

ま

だ

度
斎
を

受
け

て

い

な
い

と

き

は
､

彼
は

永
久
に

受
け

る
こ

と
が

で

き

な
い

｡

王

同
意
に

よ

れ

ば
､

虔
斎
の

意
義
は

､

少
年
を

《

道
士
》

に

す
る

こ

と

に

あ
る

と

彼
等
は
い

っ

て

い

る
｡

つ

ま
り

､

道
士

と

は
一

家
の

宗
教
の

領

袖
で

あ
っ

て
､

悪
霊
を

駆
除
し

､

神
を

召
し

､

祖
先
と

往
来
す
る
こ

と

の

で

き

る

も
の

で

あ

る
｡

彼
ほ

ま

た

各
種
の

社
会
的
儀
式
に

参
加
し

た

り

主

催
し

た

り

で

き

る
｡

度
斎
を

受
け

て

い

な
い

男
子
に

は
､

こ

の

種
の

能
力

が

な

く
､

社
会
の

完
全
な

成
員
に

な

れ

ず
､

集
会
に

も

参
加
で

き

ず
､

甚

し

き

に

至
っ

て

は
､

度
斎
を

受
け

た

人
と

同
じ

阜
で

食
事
も

で

き

な
い

の

(

1 日
)

で

あ

る
｡

こ

こ

で

は

拝
王
と

度
身
の

二

つ

が

度
斎
と

い

う
単

一

の

儀
式
に

な
っ

て

お

り
､

明

瞭
な

個
人

的
成

熟
祝
い

と

な
っ

て

い

る
｡

少
年
が

床
に

寝
る

の

ほ
､

死
と

再
生
の

シ

ン

ボ

リ
ズ

ム

で

あ
ろ

う
｡

ま

た
､

度
斎
で

特
徴
的
な

の

ほ
､

道
士

の

イ
ニ

シ

エ

ー

シ

ョ

ン

の

性
格
を

も
っ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

E

呂
巴
H

A

戸
口

ほ
､

跳

舞
は

普
通
の

踊
り

で

な

く
､

シ

ャ

マ

ン

の

踊

り
で

あ

り
､

床
の

下
層
に

お

く

太

鼓
と

剣
は

､

シ

ャ

マ

ン

の

採
物
で

あ

る

(

19
)

と

論
じ

て

い

る
｡

7 73
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雲
両
省
で

は

文
山

､

蒙
自

､

紅
河

喩
尼
族
自
治
区
や

酉
双

版
納
の

易
武

な

ど

辺

沿

地

帯
に

猥
族
が

住
ん

で

い

る
｡

雲
南
の

猥
族
の

男
子
は

一

二

歳

か

ら
二

〇
歳
の

間
に

必

ず
《

度
戒
》

儀
式
を

挙
行
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

麻
栗
城
県

一

帯
の

猥
族
は

､

度
戒
の

時
に

天
橋
を

渡
る

儀
節
が

あ

る
｡

つ

ま

り
､

巫

師
に

よ
っ

て

引
率
さ

れ

た

度
戒
を

受
け
る

も

の

ほ

木

架
で

組
立

て

た

天

橋
を

通
過
す
る

の

で

あ

る
｡

度
戒
を

受
け
る

者
は

猛
族
の

移
動
の

情
況
と

戦
争
の

歴
史
を

背
諭
し

な

く

て

は

な

ら

な

い
｡

天
徳
を

渡
っ

て

後
､

巫

師
は

少
年
に

同
年
輩

､

兄
弟
の

順
序

､

そ

れ

に

字
派
に

従
っ

て

名

を

授
け

､

成
人
に

加
え

る
｡

天
橋
を

済
ま

せ
た

青
年
は

容
易
に

家
人
の

信

任
と

少
女
の

愛
慕
を

博
す
る
こ

と

が

で

詣
｡

度
戒
と

は

恐
ら

く

反
身

､

度
斎
と

同
系
統
の

語
で

あ

ろ

う
｡

ま

た

天

橋
を

渡
る

こ

と

も
､

他
界
へ

の

道
を

象
徴
し
た

も
の

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

場
合

､

成
年
式
で

あ

る
｡

三

若
干
の

考
察

以

上
が

現

代
の

中
国
内
部
の

猥
族
の

成
年
式
資
料
で

あ
る

｡

こ

の

よ

う

な

猥
族
の

実
例

､

こ

と

に

広
東
の

反

身
と

著
し
い

類
似
を

示

し
て

い

る

の

ほ
､

四

川

省
の

川
苗
族
の

成
年
式
《

過

関
》

で

あ
る

｡

少
年

が
一

二

歳
に

な

る

と
､

家
の

床
に

一

二

個
の

鉢
が

一

列
に

置
か

れ
､

鉢
か

ら
一

尺
離
れ

て

実
直
に

一

二

本
の

鋭
利
な

小

刀
を

並
べ

る
｡

端
公
(

シ

ャ

マ

ン

)

が

最
初
に

歩
み

､

各
々

の

鉢
と

小

刀
を

踏
み

､

少
年
が
つ

づ

い

て

同
様
に

踏

㌔
｡

の

儀
式
ほ

少
年
を

護
り

､

そ

の

後
ほ

成
人
と

見
倣
さ

れ

て

尊
敬
さ
れ

る
｡

興
味

深
い

の

は
､

広
東
の

虔
身

､

川

苗
の

過
関
に

お

い

て

剣
を

踏
む
の

が

成
年
式
で

あ

り
､

ま

た

花
藍
猥
族
の

度
斎
に

お

い

て

も
､

少
年
が

填
た

潤

わ

る

高
台
の

下
層
に

は

剣
が

お

か

れ
る

こ

と

で

あ

る
｡

刀

剣
が

格
､

苗
族

の

成
年
式
の

重

要
な

要
素
な
の

だ
｡

こ

こ

で

思
い

出
さ

れ

る
の

は
､

今
か

ら

四

〇
〇
年
前
す
で

に

『

炎
激
紀
聞
』

に

男
児
は

鉄
石
を

焼
い

て

足
の

裏

を

烙
き

､

ま
た

男
児
が

生

ま

れ

る

と
､

そ
の

児
と

同
じ

重

さ
の

鉄
を

毒
水

の

中
に

漬
け

､

長
ず
る

に

及
ん

で

こ

の

鉄
で

刀
を

作
り

終

身
こ

れ

を

用

(

盟
)

い

､

試
し

斬
り
に

は

牛
を

斬
る

と

あ
る

記
事
で

あ

る
｡

同
様
な

記
事
は

更

に

古
く

一

四

世
紀
始
め
の

『

文
献
通

考
』

に

も

薬
瓢
蛮
の

習
俗
と

し
て

出

(

詐
)

て

お

り
､

E

呂
押

H

A

牢
ロ

は
こ

れ

を

成

年
式
と

関

連
づ

け

た
｡

後
世
に

お

(

2 4
)

い

て

は
､

諸
匡
鼎
『

拓
殖
伝
』

や
､

成
案
子

｢

湖
南
苗
猿
問
題
考
述
+

も

(

25
)

ほ

ぼ

同
内
容

､

同
文
の

記
事
を
の

せ
て

い

る
｡

ま

た

雲

南
の

略
瓦
(

弓
p
)

(

2 6
)

族
に

つ

い

て

も

近

年
同
様
な

鉄
剣
と

成

年
の

関
係
が

伝
え

ら

れ

て

い

る
｡

た

だ
､

こ

れ

ら
一

連
の

近

年
の

猥
や

喩
瓦
に

関
す
る

記
事
は

､

実
地

調
査

に

よ

る

報
告
に

よ
っ

て

検
証
さ

れ

て

お

ら

ず
､

文
章
か

ら
み

て

も
､

時
に

よ

る

か

(

吟

瓦
)
､

古
文
献
の

引
き

写

し

(

猥
)

の

疑
い

が

濃
い

｡

従
っ

て
､

最
近
ま

で

事
実
こ

の

よ

う
な

習
俗
が

あ
つ

た

か

ほ

問

題
で

は

あ

る

が
､

他
方

､

昔
の

猥
族

､

お
よ

び

そ

の

祖
先
に

お
い

て

も

鉄
剣
が

成
年
式

に

お

い

て

重

要
な

役
割
を

果
し
た

ら
し

い

こ

と

は

無
視
で

き
な

い
｡

つ

ま

り
､

猥
文
化
に

お

け

る

個
人

的
男
子
成
熟
視
い

は
､

鉄
器
文
化
に

お

い

て

形
成
乃
至
展
開
し

た
こ

と

を

示

唆
し
て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

第
二

に

成
年
式
と

勲
功
祭
婁
と
の

関
係
の

問
題
が

あ

る
｡

広
東
の

猥
族

を

除
い

て

は
､

上

記
の

資
料
中
に

は

両
者
の

性
格
を

兼
ね

備
え
た

例
は

な

い

が
､

雲
南
南
部
の

呂

呂
g

臣
旨

う
巳

族
の

層
･

y

儀
礼
も

そ
の

よ

う

(

㌘
)

な

も
の

で

あ

る
｡

句

巴

呂
巴

昌
が

分
析
し
た

如
く

､

勲
功
祭
宴

は
一

般

､

叫

一

ポ

ー

■･
爺
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紳

対

→

賂

に

《

通
過
儀
礼
》

と
し

て

の

側
面
を
も
っ

て

お

り
､

し

ば

し
ば

成
年
式
と

(

が
)

の

類
似
を

示

し
て

い

る

が
､

勲
功
祭
婁
と

成
年
式
と
の

間
の

関
係
は

､

更

(

2 9
)

に

分
析
を

必

要
と

す
る

｡

最
後
に

､

歌
垣

と

成
年
式
と

の

関
係
に

つ

い

て
一

言
し

た
い

｡

上

記
の

例
の

う
ち

､

花
藍
猿
の

度
斎
に

当
っ

て
､

歌
垣
の

よ

う
な

男
女
の

掛
合
い

歌
が

行
な

わ

れ

る
こ

と
､

ま
た

広
東
の

場
合

､

歌
堂
も

拝
王

も

季
節
的
に

は

ほ

ぼ

同
じ
こ

ろ

行
な

わ

れ
､

か

つ

共
に

祖
先
祭
の

色
彩
が

強
く

､

か

つ

歌
堂
に

は

集
団
的
成

年
式
の

色
彩
が
あ

る

な
ど

､

歌
垣

と

成
年
式
の

密
接

な

関
係
を

物
語
っ

て

い

る
｡

く
A

ヨ
4

H

O

芦
E

が
､

中
国
南
部
か

ら

イ
ン

ド

(

釦
)

シ

ナ

に

か

け

て

の

歌
垣

が

成
年
式
か

ら

発
生
し

た

と

考
え

た
の

は
､

傾
聴

す
べ

き

見
解
と

思
わ

れ

る
｡

(

1
)

｢
凶

q

岩
H
当

日

声

-

浬
-
‥

N

告
-
N

缶
･

(

2
)

J
凶

q

岩
H

2

白
河

-

だ
ー
‥

N

巴
･

(

3
)

J
臼

q

岩
出
宜

由
河

-

苫
-

‥

N

缶
･

(

4
)

姜
､

(

5
)

胡
､

(

6
)

厩
､

(

7
)

姜
､

張
､

厳
､

一

九
三

二
､

一

〇
二

｡

一

九
六

四
､

二

二

五
｡

一

九
三

五
､

四

二
｡

張
､

鹿
､

一

九
三

二
､

九

〇

1
一

一

九
､

な
お

本

論
文
の

ノ

ヨ
仏

→

(

-

巴
仇
‥

-

い

ー

ー
ー

さ
)

に

よ

る

独

訳
に

は
､

適
切

で

な

い

個

所

が

い

く
つ

か

あ
る

｡

(

8
)

廣
､

一

九
三

五
､

三

七

-
三

八
｡

(

9
)

廣
､

一

九
三

五
､

三

七

-
四

〇
｡

(

1 0
)

弓
H

宍
ウ

一

望
∞
‥

-

ご
･

(

1 1
)

靡
､

一

九

三

五
､

四

〇

-
四
二

｡

(

1 2
)

P
日

日

-

巴
¢
‥

訟
-

-
い

∞

N
･

(

13
)

安
､

一

九
五

五
､

一

〇

五

-
一

〇

六
｡

(

1 4
)

麿
､

一

九
三

五
､

一

四

〇
｡

(

1 5
)

王
､

一

九
三

六
､

三

-
四

｡

(

1 6
)

王
､

一

九
三

六
､

一

二
｡

(

1 7
)

王
､

一

九
三

六
､

一

三
｡

(

18
)

王
､

一

九
三

六
､

一

三

-
一

四
｡

(

19
)

H

呂
声

H

A

声
ロ

｢

窒
N

p

H
i

‥

詮
.

北

部
ト

ン

キ

ン

の

猪
諸

族
､

つ

ま

り

呂
牢
ロ
∽

め
ロ
a

n

→
r

牢
ロ

g

族

(

せ
○

ヨ
句

A

O

叫

-

苫
だ
∞

N

ひ

こ
苫
い

‥

-

$
¢

-
-

冒
○

)
､

呂
牢
ロ
ロ

ロ
e

?

ゴ
e

日

族

(

出
○

ヨ
勺

A
O

ぺ

ー

苫
阜

‥

N

)

呂
巴
-

∽

→
P

勺
a

n

族

(

出
○

ヨ
句

A
O

叫

-

苫
阜

‥

上

の

祭
司
の

加

入

儀

礼
が

､

こ

れ
に

此

す
べ

き

も
の

で

あ

ろ

う
｡

(

2 0
)

楊
､

張
､

一

九
五

六
､

三

五
｡

沖
縄
の

イ

ザ

イ
ホ

一

俵

礼
と

比

較
せ

よ
｡

(

2 1
)

G

巴
r

H

A

肖

-

巴
叫

〉

放
崎
訳

､

八

六
｡

(

2 2
)

田
､

一

五

五

八
､

巻
四

､

一

八

〇
｡

竹

村
卓
二

氏
の

教

示
に

よ

る
｡

(

23
)

H

呂
2
H

A

牢
ロ

ー

苫
N

F
N

O

い
】

已
･

-

窒
N

p

I

H

‥

台
P

(

2 4
)

林
､

一

九
三

六
､

訳
､

下
､

二

四

八

-
二

四

九
｡

(

25
)

成
､

一

九
三

五

(

林
､

一

九
三

六

訳

下
､

二

五

六

所
引
)

｡

(

2 6
)

胡
､

一

九
三

六
､

第

四

冊
､

下

篇
､

巻
八

､

一

九
｡

(

2 7
)

ゴ
由

当

}

窒
¢

)

綾

部
､

一

九
五

六
｡

(

2 8
)

句

巴
中
ロ

巴

昌
-

盟
ヰ
‖

N
u

-
N

P

∂

(

2 9
)

北

部
ト

ン

キ

ン

の

呂
甲
声
仏

β

巨
ロ

七

宗
ロ
g

族

呂
a

日

管
→
甲
勺
平
P

打
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族
に

お

け
る

二

段
階
あ

る

い

は

そ

れ

以

上
の

段

階
に

分
れ

た

祭

司
の

《

イ
ニ

シ

エ

ー

シ

ョ

ン

》

も
､

実
は

拝
王
と

度

身
の

よ

う
な

勲
功
祭

宴

的

性

格
の

も
の

か

も

知
れ

な
い

｡

(

3 0
)

く
A

当

ヨ
C

也

戸

E

-

芝
山

‥

N

O

汁

文

献

(

*

間

接
に

引

用

し
た

も
の

)

安
東

銘
､

一

九
五

五

『

中

国

少

数

民

族

風

光
』

香

港

綾
部

恒
雁

､

一

九
五

六

｢

タ

イ

族
に

於

け
る

社

会
統

合
の

一

側
面

1

パ

イ

の

推
移

儀
礼

を

中

心

と

し

て

ー
+

『

日

本

人

類

学

会

日

本

民

族

学

協
会

連

合

大

会

第
一

〇

回

紀

事
』

一

五

四

-
一

五

六
｡

出
○

ヨ
句

A
C

メ

A

+

書
中

.

P
e
払

粥

3
仁

匂
e
払

e

t

F
n

首
亡
e
∽

n .

訂
-

p

巴
ユ
㌢
e
･

C
-

已

声

如
箪

莞

旨
乱

?
〔

群

臣
Q

訂
恥

-

(

い

〇

.

冒
-

n
)

‥

∞
-

い

-
∞

N

ダ

N

(

-

h

-

已
-

-

e
t
)

‥

-

暮
-

か

…
}

苦
汁

呂
O

n
O

雫
名
E
e

n

訂
∽

呂
巴

-

め
声
P

ロ

粥

→
岩
n

甲

骨
岩
内

訂
軒
･

〔

辞

ぎ
Q

訂
Q

(

い

O

Z
O

く
.

}

冨
山

)

‥

-

い

当
-

-

巴
レ

成
美

子
､

一

九
三

五

｢

湖
南

苗

猪
問

題

考

述
+

『

新

亜

細

亜
』

一

〇

-

五

*

姜
哲
夫

､

張

併
､

鹿

新

民
､

一

九
三

二

｢

拝
王
+

『

中

央

研

究

院

歴

史

語
言

研

究

所
集

刊
』

四
一

-
一

､

八

九

-

二
九

｡

E

呂
2
H

ト

牢
ロ

)

弓
･

-

窒
N

p

ト
Q

ぎ
蒜
已
叶

弓
3

叫

ヨ

已
訂
さ

〔
辞

訂
串

-

N

せ
n

b
.

｢
2
-

d
e

n

仁

n

P

勺
e

E
ロ

g

…
-

窒
N

F

内
邑
ト

ミ
一

2
ヾ

己

無
恥

邑
g
→

名

札

笥

知
串

已
邑
買
電

〔
辞
叫

2
H

声

｢
e
叶

d
e

ロ
.

句

巴
中
ロ

巴
○

耳

A
･

-

況
ゃ

D
-

e

く
e

a
-

2

日
∽
t

訂
賢
e

計
→

2
P
叩

苧
帖

訂

蒜
･

ぎ
仁
の

3
-

F

A
¢

夢

芦
一

点
訂

忌
諾
Q

ぎ
さ
q

(

ヨ
→

昏
邑
訂
Q
､

ぎ
一

名
3

指▲7

丸

茂
+

ぎ

邑
叶

邑
句

盲
→

b

昌
叶

旨

訂
さ

寸

♂

宗
旨
ま

声
札
内

山

)

‖

N
山

-
N

∞
.

G
押

A

H

A

き

P
C
.

-

巴
γ

C
戸
賢
○

日
払

O
f

t

F
e

C
F

ビ
P

ロ
.
呂
訂
〇
.

㍉
き
ト

?

さ

已

ミ
.

罫
恥

き
亀

〔
辞
叶

喜
b
葛
軒
→

知
琵

昌
言
計

む
Q
Q
軋

監
ぎ

¢

‥

-

山

-
冒

≠

(

邦

訳
､

聴

崎

寿

和
『

苗
族

と

狭

碍
族
』

五

七

-
一

二

二
､

東

京
､

日

光

書

院
｡

胡

耐

安
､

一

九

六
四

､

『

中

国
民

族

志
』

台

北
､

商
務

印

書

館
｡

胡
撲
安

､

一

九
三

六

『

中

華
全

国

風
俗
志
』

四

冊
､

上

海
､

大
連

図

書
｡

｢
凶

日
)

村
弓
e

†
内
-

n

甲

-

巴
¢

.

→
F
e

吋
P
O

『
P

ヨ
ー

ー

叫

-

ロ

出
-

→
t

F
〉

呂
苧

ヨ
ー

p

鷲
P

ロ

ト

ロ
e

巴
F

ト
叫

3
屯

さ

S

玩
Q

訂
ざ
Q

屯

㍉
Q

弓
→

邑
-

∞
‥

レ

ご

1

山

∞

N
t

｢
田
q

岩
H
2

由
夕

句
.

+

声

0
-

e

吋
P
亡
t

∽

e

旨
∽
辞
(

ど

E
ロ

P
L

5
什

訂
監
ま
ヾ

名

望
r

計
→

b
申

邑
完

訂
さ

Q
Q

完
賢
Q

計

怠
ヽ
巴

寸

旨
叶

ミ
･

主
旨
乱

｢
監

訂
→

ぎ
さ

計

Q
監
P

監
守
買

-

こ
‥

N
レ

N

-
N

∞
¢

.

林
恵

祥
､

一

九

三

六

『

中

国

民

族

史
』

上

海
､

商
務

印

書

館

(

大

石
･

中

村

訳
『

支

部
民

族

史
』

上

下
､

東
京

､

生

活
社

､

一

九
三

九
)

｡

鹿

新
民

､

一

九

三

五

『

両

広
猪
山

調

査
』

上

海
､

中

筆

書

局
｡

田

汝

成
､

一

五

五

八

『

炎
激

紀
聞
』

(

嘉
業
堂

叢

書
)

｡

→
｡

岩
き

盲
･

田
〉

P

n
粥

-

苫
P

吋

巳

○

已
t
ロ

p

ロ

打

払

0
0

㌻
-

品
e

ど
t

F
e

→
P
-

t

ユ
ビ
e
∽

○
代

t

F
e

吋
仁

日

n
p

n
･

ロ
仁
り
一

日
P

巾
r

O

ロ
什

訂
ロ

』

き
望
-

訂
P

さ

ゝ

邑
ぎ
名
Q

訂

思
已

ヒ
‥

会
-
℃
.

く
A

Z

ヨ
C
H

戸

E
-

J
.

-

ま
汁

J
p

蒜
｢

e

d
e

∽

控
r

n

色
-
-

訂
∽

e
t

-
}

P

ヨ
○

亡
→

d
e

s

P

P
ロ

息
∽

O

F
e

N

-

e

∽

匂
e

ロ

旦
e

∽

d
e

-

由
已
訪
日
e
･

〇
ユ
e

n
什

.

ト

邑
等
3
白

､㌻
○

さ

已
恥
h

ゝ

言
已
e

㌧
巳

寸

也
罫
莞

Y

笥
b

唱
已
Q

如
｢

く
Ⅰ
Ⅰ

こ

告
1

･
嘲

.

桝

-

･
搬



( 9 5 ) 研 究 ノ ー ト

7 7 7

_

紬

`強

N

O

い
.

王

同

恵
､

一

九
三

六

『

広

西

省

象
県
東

南

郷

花

藍

猪

社

会

組

織
』

(

広

西

省

政

府

特

約

研

究

専
刊
)

一

月
H

S
+

〉

H
一

-

や
い

P

声
e
-

-

g

岩
芳

句
e

賢
e

亡

ロ

ー

出

払
2
〕

F
e

訂
-

n

訂
口

吋
p
p

一

∽
t

軒

ヨ
ヨ
e

n

-

n

内

臣
巨
仁

n

g

(

S

辞
n

b

已
n
P
)
.

N

琵
琶
訂

･

山

盲

さ
ト

→

由
叶

ぎ
Q

訂

思
屯

仇

由
‥

-

N

牟

-
-

吉
.

-
-

①

い

甲

H
)

訂

d
l

p
O

小

n

S

拝

み
c

F
-

n

P

由
P

申
叫

乳
望

-

.

』
∋
u
ゝ

g
く

N

-

‖

叫

い

ー
一

山

山
.

楊
敏
文

､

張
寒
光

､

一

九
五

六

『

雲
南

少

数

民

族

風

俗

習

慣
』

雲

両
人

民

出
版
社

｡

(

追
記
)

脱
稿

後
､

H
.

∽

→

Q
せ
出

戸

P

ロ
d

】

L

H
仁

甲
ヨ

ど
.

〇
岩

.

H
∽
-

P
･

ヨ
ど

つ
○

眉

→
審
･

ヨ
仁

告
げ

P
n
.

A
O

邑
e

ロ
ー

p

S
叶

n
-

O

P

呂
β
O

g
p

匂

E
e

d
e

払

H

β
払
什

-

t

已
e

の

f

已
+

∽
○

軋
已
弓

i

訟
e

n

琶
F

乳
t
e

n

宅
〇
.

く
H

Z
P

ロ

E
β

的

-

巴
N

を

読

む

機

会

を

得
た

｡

そ

れ

に

よ

れ

ば

新

江

省

景

窟

勅
木

山

の

春

民

(

猪
族
の

一

派
)

の

男

子
は

一

六

歳
以

上
に

な

る

と
､

豚
､

鶏
､

米
を

供

え
て

､

祖

先

供

犠
を

行

な

う
こ

と
が

で

き

る
｡

こ

れ

を

行
な
っ

た

者
と

そ
の

要
は

特
別

の

服

装
が

許
さ

れ
､

か

つ

男
は

法
上

い

う

字
で

始

ま

る

名

を
つ

け
る

こ

と

が

出

来
､

中

国

人
の

科
挙
の

秀

才
の

よ

う
に

尊

敬
さ

れ

る
｡

祖

先
供

犠

を

行
な
っ

た
も

の

は
一

種
の

祭
司
の

位
を

得
､

死

後
も

城
陛

の

裁
判

を

常
人

よ

り
も

早

く
通

過

で

き

る
｡

ま

た

女
の

中
で

は
､

祖

先

供

犠
を

行
な
っ

た

家

族
の

女

に

対

し

て

の

み

儀
礼

的

な

死

者

祭

儀
が

催
さ

れ

る

(

三

〇
､

三

二

-
三

五
)

｡

祖

先

祭

祀
､

勲

功

祭
事

､

他

界
と
の

関

係
が

顕
著
で

あ

る
｡

(

東

京

大

学
助

教

授
･

一

橋
大

学
非

常

勤
講
師
)




